
2021 年度

中学一般入試①　問題　（理科）

・試験開始の合図があるまで問題冊子を開かないでください。

・試験開始の合図で、はじめに、解答用紙の所定の欄
らん

に受験番号・氏名を記入し

なさい。

・答えはすべて解答用紙の指定された欄に記入しなさい。

・解答用紙のみを集めます。問題冊子は持ち帰ってもかまいません。

・解答用紙を集め終わっても、先生の指示があるまで席を立たないでください。

注　意
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次の文を読み、以下の各問いに答えなさい。数値で答えるものは、必要であれば四捨五入

して整数で答えなさい。

物が振
しん

動
どう

すると、まわりの空気が振動します。その振動が空気中を伝わり、私たちの耳の

鼓
こ

膜
まく

を振動させると、私たちはそれを音として感じることができます。私たちのまわりには

様々な音がありますが、音の違いは、音の三要素とよばれるもので区別できます。

問 1　音の三要素とは何ですか。それぞれ答えなさい。

図 1 は、鍵
けん

盤
ばん

の一部です。①の鍵盤と②の鍵盤は、どちらも弾
ひ

くと「ド」の音が出ます

が、②は①より 1 オクターブ高い「ド」、逆に言うと、①は②より 1 オクターブ低い「ド」

になります。この違
ちが

いは、振動数の違いで生じています。振動数は、音を発しているものが 

1 秒間に何回振動しているかを表しており、単位は H
ヘルツ

z を用います。②の振動数は①の振動

数の 2 倍になっています。また、例えば①と③のように、白い鍵盤と黒い鍵盤の区別なく、

となり合う鍵盤の振動数は、右側が左側の 1.06 倍になっています。

① ③ ④ ②

図 1

問 2　④の鍵盤を弾くと振動数が 440 Hz の「ラ」の音が出ます。②の鍵盤を弾いたときに出
る音の振動数は何Hzですか。必要であれば、

1.06# 1.06	 = 1.12
1.06# 1.06# 1.06	 = 1.19
1.06# 1.06# 1.06# 1.06	 = 1.26
1.06# 1.06# 1.06# 1.06# 1.06	 = 1.34
1.06# 1.06# 1.06# 1.06# 1.06# 1.06= 1.42

として計算しなさい。

問 3　①の鍵盤を弾いたときに出る音の振動数は何Hzですか。

1 .
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図 2のようなモノコードとよばれる装置は、弦
げん

を張る強さを変えたり振動させる弦の長さ

を変えたりはじき方を変えたりすることで、出る音を変えることができます。

弦

ことじ
図 2

問 4　モノコードでの音の出し方を、次の⑴～⑶のように変えてみます。そのときの音は、変
える前の音と比べて、それぞれどのように変わりますか。下のア～クから適当な組み合わ
せを 1つ選び、記号で答えなさい。

⑴　弦を強く張る。
⑵　ことじを動かして弦の振動する部分の長さを短くする。
⑶　弦を強くはじく。

⑴ ⑵ ⑶

ア 高くなる 高くなる 高くなる

イ 高くなる 高くなる 大きくなる

ウ 高くなる 低くなる 高くなる

エ 高くなる 低くなる 大きくなる

オ 低くなる 高くなる 高くなる

カ 低くなる 高くなる 大きくなる

キ 低くなる 低くなる 高くなる

ク 低くなる 低くなる 大きくなる

問 5　弦を別のものに張りかえても、音を変えることができます。張りかえる弦は同じ材質の
ものを使うことにします。弦の張る強さと振動する長さは同じままで、高い音を出すに
は、どのような弦に張りかえればよいですか。
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ギターは、太さの異なる 6本の弦を張った楽器（図 3の

右側が第 1弦，左側が第 6弦）で、弦を押さえる場所（フ

レット）を変えながら、弦を弾いて音を出します。ギター

のような弦楽器は、演奏に用いる前にチューニングという

作業をします。ギターでは、まず第 5弦をどこのフレット

も押さえずに弾いたときに出る音の振動数が 440 Hz にな

るように、弦を張る強さを調整します。次に、第 5弦を張

る強さは変えないで、第 6弦を 5フレットを押さえて弾い

たときと、第 5弦をどこも押さえないで弾いたときの音の

振動数が同じになるように、第 6弦を張る強さを調整しま

す。同じようにして、以下の

第 5弦を 5フレットを押さえたときと、第 4弦をどこも押さえないとき

第 4弦を 5フレットを押さえたときと、第 3弦をどこも押さえないとき

第 3弦を 4フレットを押さえたときと、第 2弦をどこも押さえないとき

第 2弦を 5フレットを押さえたときと、第 1弦をどこも押さえないとき

の 4組の音がそれぞれ同じ振動数になるように、第 4弦〜第 1弦を張る強さを調整していき

ます。

問 6　チューニングを終えたギターは、第 1 弦をどこも押さえないで弾いたときに出る音と第 
6 弦をどこも押さえないで弾いたときに出る音はどちらも「ミ」の音になりますが、 2 オ
クターブ異なります。高い「ミ」の音が出るのはどちらの弦ですか。

問 7　問 6の「ミ」の音で、一方の音の振動数は 1319 Hz です。他方の音の振動数は何 Hz で
すか。

図 3

ここを弾く

5フレット
4フレット
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（下書き用紙）

※問題は次ページに続く。
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以下の各問いに答えなさい。

Ⅰ�　炭酸水素ナトリウム，水酸化カルシウム，塩化ナトリウム，砂糖の 4つの物質の性質や特
とく

徴
ちょう

について調べてみました。

問 1　 4つの物質の中の 1つ、水酸化カルシウムを水に入れてよくかき混ぜました。この溶
よう

液
えき

を何といいますか。

問 2　 4つの物質の中の 1つを図 1のような実験装置で 5分間加熱すると、二酸化炭素が発生
しました。この加熱した物質は何ですか。次のア～エから 1つ選び、記号で答えなさい。

ア　炭酸水素ナトリウム　　イ　水酸化カルシウム　　ウ　塩化ナトリウム　　エ　砂糖

図 1

問 3　 4つの物質がそれぞれ入った容器があります。実験で容器のラベルがぬれてはがれてし
まい、どの容器にどの物質が入っているか分からなくなってしまいました。それらの物質
を特定するために、次のＡ～Ｄの実験を行いました。下の⑴～⑶に答えなさい。

Ａ　試験管 4本に、それぞれの固体を 2 g ずつ
入れ、少量のうすい塩酸を加えたときに、気
体の発生があるかないかを調べた。

Ｂ　水の入った 4つのビーカーに、それぞれの
固体を入れてよくかき混ぜ、フェノールフタ
レインを加えた。

Ｃ　水の入った 4つのビーカーに、それぞれの
固体を入れてよくかき混ぜ、図 2の実験装置
で電流が流れるかどうかを調べた。

Ｄ　100 g の水の入った 4つのビーカーに、固体をそれぞれ 5 gずつ入れてよくかき混ぜた。

2 .

図 2

電極

電流計

電源装置
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⑴　次の①，②の実験結果にあてはまる物質を、問 2のア～エからそれぞれ 1つずつ選
び、記号で答えなさい。

①　Ｂの実験で、うすく赤色になる。
②　Ｄの実験で、ほとんど溶

と

けないでにごる。

⑵　Ａ→Ｂ→Ｃ→Ｄの順番で実験を行うと、 4つの物質はどの段階の実験ですべて特定で
きますか。Ａ～Ｄの記号で答えなさい。

⑶　Ａ～Ｄの実験を全部行わなくても、 4つの物質は特定できます。実験回数の一番少な
くてすむ実験の組み合わせを例にしたがって答えなさい。例：ＥとＧとＨ

Ⅱ�　物質Ｘの中に別の物質Ｙが不純物として入っている混合粉末が 60 g あります。この中か

ら、純
じゅん

粋
すい

なＸを取り出すために再
さい

結
けっ

晶
しょう

を行いました。この混合粉末のすべてを 90℃の水

に溶かしたらすべて溶けました。この溶液をゆっくり冷やしたところ、80℃でほんの少しＸ

の結晶が出はじめました。さらに 25℃まで冷やしたところ、Ｘの純粋な結晶が 45 g 出まし

た。

問 4　表はＸ，Ｙが水 100 g にそれぞれの温度で最大何 g溶けるのかを表しています。下の
⑴，⑵に答えなさい。必要であれば四捨五入して整数で答えなさい。

表

Ｘ Ｙ

25℃ 4 8

80℃ 34 15

⑴　混合粉末を溶かした水は何 gですか。

⑵　混合粉末中のＸの割合は何％ですか。
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次の文を読み、以下の各問いに答えなさい。

Ｋさんは親と海にアジを釣
つ

りに行きました。アジだけでなくカワハギも釣ることができま

した。家に帰り、アジをじっくり観察してみました（図 1）。小学校で飼育しているメダカ

より大きいので、①ひれのつき方がよく分かりました。

親と相談し、アジを開いて干物をつくってみることにしました。うろこをとり、水できれ

いに洗い流した後、図 1のようにからだの右側を下にして置きました。肛
こう

門
もん

（図 1のＡ）に

包丁の刃
は

先
さき

を入れ、酸素をとり入れるためのつくりである（　 1　）の近く（図 1のＢ）ま

で腹側を切り、はらわた（内臓）を取り出しました。

よく洗った後、図 2のようにからだの左側を下にして置き、包丁が背骨の上を沿うよう

に、刃先が背中側のからだの表面を貫
かん

通
つう

しないように気を付けて切りました（図 2のＸ→

Ｙ）。その後、頭と尾
お

の部分は切り落としました（図 2の太線）。水で洗い、開かれたアジの

両面に②全体がうっすら白くなるくらい塩をまぶし、 1時間後にあらためてさっと水洗い

し、キッチンペーパーで水をよくふき取り、ベランダに干しました。

カワハギは親にさばいてもらいました。きれいな白身の魚で、赤身のマグロとは対照的で

した。Ｋさんが「赤身と白身は何が違うの？」と親に聞くと、「違いの一つは、赤身の魚は

筋肉の中にミオグロビンとよばれる物質を多く含
ふく

むこと。ミオグロビンは、血液成分の中の

（　 2　）に含まれるヘモグロビンと同じように酸素とくっつくことができる物質で、ヘモ

グロビンが運んできた酸素を筋肉内にたくわえるはたらきがあるんだよ。筋肉が縮むために

は酸素が重要な役割を果たすんだけれど、ミオグロビンがたくさんあると筋肉内の酸素の濃
のう

度
ど

を維
い

持
じ

することができるんだ。ミオグロビンがたくさんあるからといって筋肉の縮む力が

強くなるわけではないけれどね。」と教えてくれました。

さらにカワハギの③肝
かん

臓
ぞう

は非常に大きいことが分かりました。肝臓といっしょに緑色をし

た（　 3　）も取れました。親はＫさんに「（　 3　）は苦
にが

玉
だま

とも言って、肝臓でつくられ

た消化液がたくわえられているよ。これをつぶしてしまうと、すごく苦い液がもれて、食べ

るところについたら大変だから気を付けて！」と言いました。

ア
イ

ウ

エ

Ｂ Ａ
オ

Ｘ
Ｙ

図 1 図 2　（ほとんどのひれは省略しています）

3 .
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問 1　文中の（　 1　）〜（　 3　）に入る最も適当な語句をそれぞれ答えなさい。

問 2　下線部①について、アジにおいて胸びれ以外に対になっているひれを図 1のア〜オから
すべて選び、記号で答えなさい。ない場合は「なし」と答えなさい。

問 3　次の図 3は、ベランダに干したアジを、開いた側から見たときの輪
りん

郭
かく

を表したもので
す。解答欄の図中に、「背骨がある部位」と「はらわたがあったおおよその部位」をそれ
ぞれ記入方法にしたがい、描

か

き入れなさい。

頭側

尾側

記入方法

背骨 …

はらわた…

図 3

問 4　下線部②について、次の⑴，⑵に答えなさい。

⑴　塩をまぶすとどのような現象がおこると考えられますか。
⑵　⑴と同様の現象を利用した他の例を 1つ答えなさい。

問 5　筋肉では、ヘモグロビンとミオグロビンのどちらが酸素とくっつきやすいと考えられま
すか。文を参考にして答えなさい。

問 6　白身の魚と比べ、赤身の魚の泳ぐ能力にはどのような特徴があると考えられますか。

問 7　下線部③について、肝臓には様々なはたらきがあります。消化液をつくること以外で肝
臓のはたらきを 1つ答えなさい。
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次の文を読み、以下の各問いに答えなさい。

5000 人を超
こ

える死者，行方不明者を出した 1959 年の「伊
い

勢
せ

湾
わん

台風」は、 による

被
ひ

害
がい

が甚
じん

大
だい

でした。 とは海面が 上
じょう

昇
しょう

する現象であり、気圧が下がることによって

海面が受ける「吸い上げ効果」と、沖
おき

から海岸に向かう風によって海水が集中する「吹
ふ

き寄

せ効果」によっておこります。①「伊勢湾台風」では特に伊勢湾周辺の愛知県と三重県で 

の� の被害が大きく、排
はい

水
すい

が完
かん

了
りょう

するまでに 3 か月間を要したとされています。

河川でも、大雨によって増水し氾
はん

濫
らん

すると

大規模な浸
しん

水
すい

がおこります。②2017 年の台

風 21 号は、 超
ちょう

大型で強い勢力を保った状態

で本州に上陸し、この台風によって、大阪府

の大和川や和歌山県の貴志川が氾濫しまし

た。図 1 は台風が上陸した 10 月 23 日 3 時の

天気図です。東京を流れる③多
た

摩
ま

川
がわ

でも水位

が大
おお

幅
はば

に上昇し、場所によっては氾濫がいつ

おこってもおかしくない状況になりました。

これらの水害を防ぐために、海岸や河川の

堤
てい

防
ぼう

のかさ上げや新規設置をしたり、護岸工

事を行ったり、ダム，水門，遊水池などを作って水の流れをコントロールしたりします。ま

た、工事による対策だけではなく、住民一人一人が日ごろから居住地域のハザードマップを

確認し、どこでどのような災害がおこりえるかを認識しておくことも大事なことです。

問 1　文中の にあてはまる語句として最も適当なものを、次のア～エから 1つ選び、
記号で答えなさい。

ア　土石流　　　　イ　液状化現象　　　ウ　津
つ

波
なみ

　　　　エ　高潮

問 2　下線部①について、伊勢湾台風の経路
（台風の中心が通過したところ）を示した
矢印として最も適当なものを、右のア～エ

から 1つ選び、記号で答えなさい。ただ
し、伊勢湾内に外海から海水が流れ込

こ

み、「吹き寄せ効果」が非常に大きくはた
らいたことに注目すること。

4 .

図 1

低

1030

台
950

低
1000

高

エ

イ

ア

ウ
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問 3　下線部②について、図 2は東京（大手町）における、2017 年 10 月 22 日 0 時から 24 日 
0 時までの 2 日間の 1 時間ごとの気圧（折れ線グラフ，左軸

じく

）と降水量（棒グラフ，右
軸）を表したグラフです。図 1も参考にしながら、図 2から考えられることとして適当で
ないものを下のア～ウから 1 つ選び、記号で答えなさい。

［hPa］

気
圧

［mm］

降
水
量

20 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 0
0940

2950

4960

6970

8980

10990

121000

141010

161020

10 月 23 日10 月 22 日
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22［時］

図 2

ア　気圧が最も低くなっている時刻に、台風の中心が東京（大手町）に最接近したと考え
られる。

イ　台風の通過にともなう気圧のグラフのようすが、気圧が最も低くなっている時刻の前
後でほぼ対

たい

称
しょう

的になっているのは、天気図における等圧線がほぼ同心円状になってい
ることに対応していると考えられる。

ウ　この台風においては、台風の進行方向の前方ではあまり雨が降らず、進行方向の後方
で多くの雨が降ったと考えられる。
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問 4　下線部③について、図 3は多摩川のある地点における、2017 年 10 月 22 日 0 時から 24
日 0 時まで 2 日間の 1 時間ごとの水位（折れ線グラフ，左軸）と、降水量（棒グラフ，右
軸）を表したグラフです。図 3から読み取れることとして適当でないものを下のア〜エか
ら 1 つ選び、記号で答えなさい。ただし、水位のグラフは、22 日 0 時の時点での水位を 
0 m としてあります。

［m］

水
位

［mm］

降
水
量

20 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 0
0-1

20

41

62

83

104

125

146

167

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22［時］
10 月 22 日 10 月 23 日

図 3

ア　図 3の地点における多摩川の水位は最大で 5 m 以上上昇しているが、この値は期間
中の降水量をすべて足し合わせていったときの高さ（深さ）に等しい。

イ　降水量が最大になっている時刻よりも多摩川の水位が最高になっている時刻のほうが
遅
おそ

い。
ウ　降水量がゼロの時刻において、水位が低下する速さは一定ではない。
エ　最も急激に水位が上昇したときには、 1 時間で 50 cm 以上水位が上昇した。

問 5　下線部③について、図 4のａ〜ｃのグラフは、図 3の折れ線グラフと同様の多摩川の水
位を表しており、図 5のＸ〜Ｚのいずれかの地点における記録です。ａ〜ｃのグラフはそ
れぞれＸ〜Ｚのどの地点の記録ですか。適当な組み合わせを、次のア〜カから 1 つ選び、
記号で答えなさい。ただし、記録期間中、図 5の地域において、局所的に他の場所と著し
く異なる強さの降水はなかったものとします。また、それぞれのグラフのたて軸の目盛り
は異なります。

Ｘ Ｙ Ｚ
ア ａ ｂ ｃ
イ ａ ｃ ｂ
ウ ｂ ａ ｃ
エ ｂ ｃ ａ
オ ｃ ａ ｂ
カ ｃ ｂ ａ
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［m］
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位

20 4
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2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22［時］

ｂ

［m］
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位

20 4
10 月 22 日 10 月 23 日

6 8 10 12 14 16 18 20 22 0
0

0.5

1.5

1

2

2.5

3

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22［時］

ｃ

［m］

水
位

20 4
10 月 22 日 10 月 23 日

6 8 10 12 14 16 18 20 22 0
0

1

0.2

0.6
0.8

0.4

1.8
1.6
1.4
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図 4

Ｘ東京都

山梨県

神奈川県

Ｙ

Ｚ

多摩川

図 5
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問 6　ある土地に降った雨が最終的に河川Ａに集まるとき、その土地は河川Ａの「流域」だと
いうことになります。河川を流れる水の量は、この「流域」における降水の量によって左
右されます。これについて、次の⑴，⑵に答えなさい。

⑴　同じ高さの地点を結んだ線が
描かれた図 6の中で、河川Ａの
流域である部分はどこですか。
解答欄の図中に斜

しゃ

線
せん

を描き入れ
て示しなさい。

⑵　日本の年間平均降水量は世界の年間平均降水量の 2倍近くあります。また、日本の河
川は、世界の主要河川と比べて、長さが短いのに上流と下流の高低差が大きいという特
徴があります。これらのことから、世界の主要河川と比

ひ

較
かく

したときの日本の河川の洪
こう

水
ずい

の特徴を簡単に答えなさい。

問 7　増水時の河川水位の上昇を抑
おさ

える対策の例を、文中に触
ふ

れられていること以外で具体的
に 1つ答えなさい。

� ※問題は以上です。

図 6

河
川
Ａ

河
川
Ｂ

100 m

90 m

80 m

70 m

60 m

50 m
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